
井伏鱒二「遥拝隊長」論

井
伏
鱒
二

「
遥
拝
隊
長
」

|

二

人

の

帰

還

者

|

'=:b、
両岡

は
じ
め
に

「
遥
拝
隊
長
」
は
昭
和
二
十
五
年
の
二
月
に
『
展
望
』
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で

あ
る
。
遥
拝
隊
長
と
は
当
村
大
字
笹
山
の
元
陸
軍
中
尉
岡
崎
悠
一
の
事
で
、
遥
拝

す
る
事
を
好
ん
で
部
下
に
東
方
を
遥
拝
さ
せ
て
い
た
の
で
、
そ
う
い
う
通
称
で
呼

ば
れ
た
。
作
品
で
は
何
年
の
話
か
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
執
筆
年
か
ら
判
断
す
る

に
戦
後
四
年
過
ぎ
た
頃
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
村
人
は
悠
一
が
精
神
に
異
常

を
き
た
す
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
が
分
ら
ず
悠
一
を
巡
っ
て
色
々
臆
説
を
流
す
が
、

村
人
の
村
松
棟
次
郎
の
弟
与
十
が
シ
ベ
リ
ア
か
ら
帰
還
す
る
途
中
、
汽
車
で
小
隊

長
悠
一
の
従
卒
で
あ
っ
た
上
田
五
郎
曹
長
に
出
会
い
、
マ
レ

l
戦
線
で
あ
っ
た
事

件
に
つ
い
て
聞
い
て
い
た
。
戦
争
は
賀
沢
だ
と
言
っ
た
友
村
上
等
兵
を
悠
一
が
殴

っ
て
い
る
う
ち
、
停
止
し
て
い
た
ト
ラ
ッ
ク
が
動
き
出
し
転
落
し
た
事
に
よ
り
、

友
村
は
死
に
、
悠
一
は
精
神
に
異
常
を
き
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。
戦
後
、
悠
一
を

巡
っ
て
の
内
地
の
話
、
戦
地
で
の
悠
一
の
事
故
の
話
、
帰
還
者
与
十
を
巡
つ
て
の

内
地
の
話
と
展
開
し
て
い
く
。

先
行
研
究
で
は
、
東
郷
克
美
氏
の
「
ま
ず
主
人
公
岡
崎
悠
一
が
気
遣
い
と
し
て

書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
も
っ
と
も
重
要
だ
。
こ
の
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
軍
国
主
義

鄭

官
貝
眠
貝

者
を
狂
人
と
し
て
書
く
こ
と
、
そ
れ
に
ま
さ
る
痛
烈
な
風
刺
は
な
い
。
~
と
い
う

論
を
始
め
と
し
、
戦
争
へ
の
強
烈
な
批
判
の
あ
る
作
品
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

東
郷
氏
は
戦
争
ヘ
加
担
し
た
庶
民
も
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
一
言
記
し
、
相
原
和

邦
氏
は
井
伏
の
複
眼
的
視
点
を
指
摘
す
る
も
の
の
、
「
反
日
常
的
世
界
が
展
開
し

て
く
る
可
能
性
を
こ
の
作
品
は
充
分
に
亭
ん
で
い
る
の
に
」
、
そ
の
手
前
で
追
求

が
終
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
氏
は
そ
の
理
由
を
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

80-

る

先
に
、
村
人
た
ち
も
ま
た
上
田
を
は
じ
め
と
す
る
進
歩
主
義
者
や
主
人
公

悠
一
の
存
在
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
て
い
る
と
読
み
得
る
側
面
に
つ
い
て
指

摘
し
た
。
(
中
略
)
し
か
し
、
そ
う
い
う
相
対
化
の
方
向
に
つ
い
て
作
者
は

ど
こ
ま
で
自
覚
的
な
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
作
者
は
、
登
場
人
物
に
下
駄

を
預
け
て
相
互
批
判
的
言
辞
を
語
ら
せ
る
の
み
で
、
作
家
と
し
て
の
追
求
に

筆
を
進
め
ず
、
混
在
し
た
要
素
の
そ
れ
ぞ
れ
を
人
間
模
様
と
し
て
投
げ
出
し

て
見
せ
る
に
止
ま
討
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
(
中
略
)
し
か
し
、
こ
こ

で
作
者
は
、
そ
の
よ
う
な
複
眼
的
視
点
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
そ

の
実
、
相
互
の
立
場
の
徹
底
的
対
決
を
す
り
抜
け
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
村

人
た
ち
の
価
値
観
に
依
拠
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
事
態
を
収
拾
し
て
い
る
点
に



問
題
が
あ
る
の
だ
。
(
中
略
)
少
な
く
と
も
、
こ
の
村
人
の
セ
リ
フ
に
続
い

て
、
た
だ
ち
に
「
さ
う
し
て
与
十
に
墓
参
の
決
心
を
さ
せ
た
」
と
い
う
地
の

文
を
置
き
、
そ
の
方
向
に
話
を
展
開
さ
せ
て
い
る
作
者
は
、
こ
の
問
題
を
十

全
の
重
さ
で
取
り
上
げ
て
い
る
か
ど
う
か
、
疑
問
な
し
と
は
し
な
い
。

相
原
氏
は
、
井
伏
が
「
複
眼
的
視
点
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
」
実
は

「
村
人
た
ち
の
価
値
観
に
依
拠
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
事
態
を
収
拾
し
て
」
い
っ
た

と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
前
田
貞
昭
氏
は
村
人
た
ち
の
行
動
の
結
果
が
村

人
へ
の
批
判
と
し
て
帰
っ
て
く
る
円
環
構
造
で
あ
る
と
反
駁
し
て
い
る
。

以
後
、
村
人
の
姿
へ
焦
点
を
当
て
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
吉
田
永
広
氏

が
「
悠
一
と
村
人
(
庶
民
)
と
」
の
対
立
関
係
を
「
柔
か
く
包
み
込
ん
で
」
い
る

「
庶
民
の
知
恵
」
を
読
み
落
と
し
て
は
い
け
な
い
と
記
し
て
い
る
。
佐
藤
義
雄
氏

は
「
民
衆
の
健
気
な
頑
張
り
が
」
「
支
配
機
構
に
よ
っ
て
、
国
家
と
戦
争
へ
と
ま

と
め
上
げ
ら
れ
て
い
く
〈
制
度
〉
の
あ
り
様
」
が
さ
り
げ
な
く
描
か
れ
て
い
る
と

論
じ
、
一
方
遠
田
勝
氏
や
河
崎
典
子
氏
が
村
人
の
加
害
者
的
な
側
面
を
指
摘
し
、

河
崎
氏
は
特
に
与
十
の
「
言
葉
」
が
村
を
こ
わ
す
と
論
じ
て
い
る
。

相
原
氏
と
河
崎
氏
の
論
は
、
与
十
へ
の
見
解
が
相
反
し
て
お
り
、
与
十
の
位
置

に
つ
い
て
は
よ
り
詳
し
く
分
析
す
る
余
地
が
あ
ろ
う
。
テ
ク
ス
ト
は
外
地
か
ら
の

帰
還
者
と
内
地
の
村
人
と
の
対
立
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
今
ま
で
「
遥
拝
隊
長
」
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は
発
狂
し
て
い
る
元
軍
人
の
話
に
多
く
焦
点
が
与
え
ら
れ
た
感
が
あ
る
が
、
悠
一

と
共
に
、
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
与
十
の
作
品
で
の
役
割
を
も
考
え
、
井
伏
は
戦

争
を
ど
の
位
置
か
ら
複
眼
的
に
語
ろ
う
と
し
た
の
か
明
ら
か
に
し
た
い
。
二
人
の

帰
還
者
が
村
の
シ
ス
テ
ム
に
入
っ
て
い
な
い
所
で
作
品
が
終
っ
て
い
る
事
か
ら
、

事
態
が
村
人
の
価
値
観
に
収
束
し
て
い
く
の
を
警
戒
し
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る

事
を
も
考
え
て
み
た
い
。
特
に
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
与
十

は
、
村
人
と
の
徹
底
的
な
対
決
も
な
い
し
、

セ
リ
フ
も
多
く
な
い
も
の
の
、
鋭
い

洞
察
力
を
持
つ
言
葉
を
発
し
て
い
る
重
要
な
人
物
で
あ
る
事
に
注
目
し
た
い
。

一
.
変
化
す
る
村
の
表
層
と
悠

井
伏
は
「
遥
拝
隊
長
」
を
書
い
た
き
っ
か
け
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

戦
争
帰
り
の
頭
の
お
か
し
い
曹
長
が
い
て
、
発
作
を
起
す
と
、
棒
片
れ
を
持

っ
て
、
九
十
九
里
浜
に
行
つ
て
は
、
突
撃
進
め
と
や
っ
て
、
ま
だ
戦
時
中
と

思
っ
て
い
る
ら
し
い
と
い
う
話
を
聞
い
て
、
こ
れ
を
材
料
に
し
た
も
の
。

こ
う
い
っ
た
「
頭
の
お
か
し
い
曹
長
」
が
悠
一
の
モ
デ
ル
と
な
り
、
井
伏
は
「
性

格
や
戦
地
に
お
け
る
行
動
は
、
私
が
徴
用
さ
れ
て
マ
レ

l
で
見
た
某
指
揮
官
の
そ

れ
を
意
識
的
に
取
り
入
れ

h
と
い
い
、
悠
一
に
井
伏
の
戦
地
に
お
け
る
上
級
軍

人
へ
の
怒
り
や
嫌
悪
が
、
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
前
田
氏
の
言
う
「
許
し
が
た
い
悪
」

を
持
っ
て
い
た
人
物
と
し
て
悠
一
は
描
か
れ
て
い
る
。
が
、
悠
一
は
村
の
封
建
的

ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
体
制
の
犠
牲
に
な
っ
た
人
で
あ
り
、
相
原
氏
の
い
う
「
復
讐
」

を
し
て
い
て
、
「
気
遣
い
」
に
対
抗
で
き
な
い
村
を
攻
撃
し
て
い
る
と
も
受
け
取

れ
る
。
即
ち
、
テ
ク
ス
ト
は
嫌
悪
す
べ
き
「
軍
国
主
義
の
亡
霊
」
で
あ
る
悠
一
と
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い
う
人
物
を
作
り
上
げ
た
村
を
も
告
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

悠
一
が
小
学
校
に
上
が
っ
た
年
、
父
親
が
過
労
と
貧
困
に
よ
る
栄
養
不
足
の
た

め
死
に
、
後
家
に
な
っ
た
母
親
は
貧
困
と
村
の
蔑
視
の
中
で
海
岸
町
の
旅
館
で
住

み
込
み
女
中
を
し
て
お
金
を
儲
け
、
「
相
当
の
資
力
を
か
け
」
て
門
柱
を
立
て
る

よ
う
に
な
る
。
村
長
と
校
長
は
、
「
門
柱
は
非
常
に
見
事
だ
と
誉
め
称
へ
」
な
が

ら
、
悠
一
一
家
が
「
模
範
的
な
一
家
」
で
あ
る
と
い
い
、
悠
一
を
幼
年
学
校
に
推

薦
す
る
。
幼
年
学
校
へ
の
進
学
は
、
軍
国
主
義
の
時
代
に
出
世
を
意
味
す
る
と
悠
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一
の
母
親
は
思
い
込
み
感
激
す
る
。
が
、
実
際
「
そ
の
こ
ろ
は
大
陸
戦
争
が
拡
大

し
て
、
軍
関
係
の
学
校
は
莫
大
も
な
い
数
で
生
徒
を
入
学
さ
せ
て
ゐ
」

て
、
村
長

や
校
長
は
「
学
童
た
ち
が
受
験
す
る
や
う
に
推
薦
制
度
で
応
募
さ
せ
る
」
よ
う
に

と
い
う
軍
当
局
か
ら
の
命
令
に
よ
り
、
村
か
ら
蔑
ま
れ
て
い
た
母
親
の
心
理
に
付

け
込
み
、
悠
一
を
幼
年
学
校
へ
勧
誘
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

悠
一
を
幼
年
学
校
に
勧
誘
し
に
来
た
村
長
は
、
お
世
辞
に
鉄
の
鎖
で
出
来
て
い

る
釣
瓶
の
響
き
を
鶴
の
泣
声
に
例
え
た
の
で
、
悠
一
の
母
は
釣
瓶
の
音
を
聞
か
せ

る
た
め
に
必
要
以
上
水
を
汲
ん
で
い
た
。
が
、
戦
地
に
行
っ
た
悠
一
は
「
び
っ
こ
」

と
な
り
、
脳
を
煩
っ
て
帰
っ
て
く
る
。

悠
一
の
母
の
辞
退
に
も
関
わ
ら
ず
、
悠
一
を
退
院
さ
せ
て
村
に
連
れ
帰
っ
た
の

は
、
将
校
が
村
に
帰
る
と
鼻
が
高
く
な
る
と
思
っ
た
、
戦
中
の
村
人
で
あ
っ
た
。

従
軍
中
悲
劇
的
な
事
故
に
あ
っ
た
悠
一
は
そ
の
ま
ま
精
神
の
時
計
が
止
ま
っ
て
い

る
。
悠
一
は
、
「
い
ま
だ
に
戦
争
が
続
い
て
い
る
」
と
錯
覚
し
て
お
り
、
軍
人
と

し
て
振
る
ま
い
続
け
る
。
敗
戦
直
後
、
余
所
か
ら
野
菜
の
仲
買
い
に
来
た
二
人
の

青
年
は
、
戦
中
の
軍
事
用
語
に
怖
じ
け
e

つ
い
て
、
悠
一
の
発
作
か
ら
逃
げ
た
が
、

戦
後
し
ば
ら
く
す
る
と
、
炭
を
買
出
し
に
来
た
海
岸
町
の
青
年
は
、
悠
一
を
「
軍

国
主
義
の
亡
霊
ぢ
や
、
骸
骨
ぢ
や
。
」
、
「
侵
略
主
義
の
へ
う
ろ
く
だ
ま
」
だ
と
庇

め
る
。敗

戦
を
境
に
国
家
の
体
制
に
合
わ
せ
て
軍
国
主
義
か
ら
民
主
主
義
へ
す
ん
な
り

と
方
向
転
換
し
た
村
人
た
ち
は
、
戦
争
中
は
悠
一
の
事
を
気
が
狂
っ
て
い
る
と
思

わ
な
か
っ
た
が
、
戦
後
は
軍
人
と
し
て
振
舞
い
続
け
る
悠
一
の
言
動
を
狂
人
の
発

作
と
し
て
受
け
と
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
様
々
な
臆

説
を
楽
し
ん
で
、
根
拠
の
な
い
説
を
定
説
化
し
て
い
く
。
「
び
っ
こ
」
に
な
っ
た

経
緯
に
つ
い
て
一
切
言
わ
な
い
悠
一
を
、
戦
前
は
謙
譲
で
あ
る
と
言
っ
て
い
た
の

が
、
戦
後
に
は
大
げ
さ
な
滅
私
奉
公
の
口
ぶ
り
が
原
因
で
喧
嘩
し
て
「
び
っ
こ
」

に
な
っ
た
と
噂
し
、
ま
た
発
狂
の
原
因
に
つ
い
て
も
「
戦
地
で
の
悪
疾
に
感
染
」

で
あ
る
と
噂
し
、
「
親
の
因
果
が
子
に
報
ふ
替
え

し
た
と
か
、
「
親
譲
り
の
梅
毒
」

ぱ
な
し
」
と
ま
で
言
う
よ
う
に
な
っ
た
。

村
人
の
姿
に
つ
い
て
白
石
喜
彦
氏
は
そ
の
意
識
は
戦
中
、
戦
後
も
変
わ
ら
な
い

と
説
明
し
、
遠
田
氏
は
「
無
節
操
・
無
反
省
」
と
論
じ
て
い
る
。
一
方
、
渡
辺
善

雄
氏
は
「
順
応
主
義
」
と
論
じ
、
相
原
氏
は
「
浅
薄
な
転
向
」
と
説
明
し
つ
つ
、

同
時
に
気
の
狂
っ
た
悠
一
を
あ
わ
れ
み
か
ば
っ
て
い
く
村
人
の
姿
を
「
温
情
主
義
」

と
も
説
明
し
て
も
い
る
。

「
気
遣
い
」
を
受
け
入
れ
包
み
込
む
、
寛
大
で
暖
か
い
村
で
あ
る
よ
う
に
も
見

え
る
が
、
そ
の
実
、
時
代
状
況
に
た
く
み
に
乗
じ
な
が
ら
、
そ
の
場
そ
の
場
の
エ

ゴ
イ
ズ
ム
で
何
も
な
か
っ
た
よ
う
に
事
態
を
収
拾
し
て
い
く
日
常
も
あ
っ
た
の
で
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あ
る
。
そ
こ
で
は
、
か
つ
て
軍
国
主
義
の
体
制
に
全
身
全
霊
で
忠
誠
を
替
っ
た
あ

ま
り
、
戦
後
の
変
化
に
応
じ
ら
れ
な
い
悠
一
の
よ
う
な
人
物
は
、
村
の
方
向
転
換

に
翻
弄
さ
れ
る
被
害
者
と
な
る
。

二
.
変
わ
ら
な
い
村
の
深
層
と
与
十

戦
中
、
悠
一
と
い
う
外
地
か
ら
の
帰
還
者
を
受
け
入
れ
た
内
地
の
村
人
は
、
戦

後
も
う
一
人
の
帰
還
者
与
十
を
迎
え
る
。

こ
れ
ま
で
、
こ
の
与
十
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
、

わ
ず

か
に
河
崎
氏
が
「
戦
後
民
主
主
義
」
を
背
負
っ
た
与
十
こ
そ
、
部
落
の
「
異
人
」

に
な
っ
て
次
の
よ
う
な
役
割
を
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。

軍
隊
で
も
、
兵
隊
達
が
普
段
は
方
言
を
話
し
て
い
た
よ
う
に
、
二
つ
の
言
葉



は
上
下
の
階
層
性
を
持
ち
な
が
ら
も
、
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
与
十
の
戦
後
民
主
主
義
を
背
負
っ
た
標
準
語
は
、

平
等
の
名
の
下
に
人
々
を
「
均
一
化
」
(
無
個
性
化
)
し
、
笹
山
村
の
ヒ
エ

ラ
ル
キ
ー
自
体
を
無
化
し
て
し
ま
う
力
を
持
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
の

新
た
な
標
準
語
を
話
す
与
十
の
口
か
ら
は
、
悠
一
の
戦
地
で
の
過
去
が
お
い

お
い
明
ら
か
さ
れ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
表
面
は
何
も
変
わ
ら
な
い
か
の
よ

う
で
、
確
実
に
ど
こ
か
が
こ
わ
れ
て
ゆ
く
。
当
村
大
字
笹
山
を
こ
わ
す
の
は
、

他
な
ら
ぬ
「
言
葉
」
な
の
で
あ
る
。

氏
は
与
十
を
言
葉
と
い
う
表
象
を
軸
に
論
じ
て
い
て
、
与
十
が
村
を
壊
し
て
い

る
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
作
品
で
の
与
十
の
役
割
は
も
っ
と
詳
し
く
分
析
す

る
余
地
が
あ
る
。
戦
後
に
な
っ
て
も
祖
先
崇
拝
の
伝
統
等
、
そ
の
深
層
に
お
い
て

変
わ
ら
な
い
村
は
、
帰
還
者
が
共
同
体
の
シ
ス
テ
ム
に
従
わ
な
い
と
「
異
人
」
扱

い
を
す
る
。
す
べ
て
の
構
成
員
を
自
分
た
ち
の
体
制
に
合
わ
さ
せ
よ
う
と
す
る
強

引
な
姿
が
与
十
の
扱
い
方
を
通
し
て
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

与
十
は
同
年
輩
で
あ
る
悠
一
の
マ
レ
ー
へ
の
出
征
よ
り
先
に
奉
天
に
移
住
し
、

シ
ベ
リ
ア
に
抑
留
さ
れ
て
帰
還
し
た
。
帰
還
当
日
兄
棟
次
郎
が
無
事
帰
還
を
先
祖

累
代
に
知
ら
せ
る
た
め
墓
参
り
を
し
よ
う
と
誘
う
と
、
与
十
は
ソ
連
風
の
共
産
主

義
に
同
調
し
て
い
て
、
「
す
べ
て
の
宗
教
を
否
定
す
る
と
」
言
い
、
「
封
建
時
代
の
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残
浮
で
あ
る
と
同
時
に
宗
教
的
に
画
一
さ
れ
た
姿
を
持
つ
墓
」
に
参
れ
な
い
と
言

V

つ。

「
ま
あ
さ
う
云
ふ
な
、
郷
に
入
れ
ば
郷
に
従
ふ
ぢ
や
。

云
ふ
こ
と
を
き
か
ん

と
、
嫁
に
来
る
も
の
が
な
く
な
る
よ
。
と
に
か
く
、
墓
参
せ
ん
と
い
ふ
法
は

E
E
。-

+h'ν

」

一
方
、
新
宅
さ
ん
も
与
十
に
云
っ
た
。

「
与
十
さ
ん
は
、

ソ
聯
の
地
の
郷
に
入
り
郷
に
従
っ
た
か
ら
、
自
分
の
郷
に

帰
っ
て
郷
に
従
へ
ん
わ
け
が
な
か
ら
う
。
人
間
の
生
涯
に
は
、
素
通
り
せ
ん

け
れ
ば
な
ら
ん
も
の
が
、
な
ん
ぼ
で
も
あ
る
。

で
も
、
よ
く
帰
っ
て
来
た
。

み
ん
な
心
配
し
て
待
っ
て
を
っ
た
よ
。
さ
あ
、
お
詣
り
に
行
か
う
。
」

(
2
4

1
2
5
頁
)

棟
次
郎
は
隣
人
橋
本
屋
の
優
と
新
宅
の
松
の
字
に
協
力
し
て
も
ら
っ
て
与
十
を

墓
参
り
さ
せ
る
。
新
宅
は
与
十
に
「
心
配
し
て
待
っ
て
」
い
た
と
暖
か
く
歓
迎
す

る
が
、
実
は
与
十
を
社
会
主
義
に
染
ま
っ
て
い
る
と
思
い
、
抑
留
の
体
験
を
お
詣

り
を
通
し
て
捨
て
る
よ
う
に
強
制
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
所
謂
「
被
洗
脳
者
」
と

し
て
扱
い
、
自
分
た
ち
が
守
っ
て
来
た
通
り
の
や
り
方
に
従
う
よ
う
、
方
向
転
換

を
強
制
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

与
十
は
、
時
流
に
乗
っ
た
、
浅
薄
な
思
想
を
持
っ
て
い
る
他
の
人
物
と
違
っ
て

n
J
 

n
D
 

正
確
な
眼
差
し
を
持
っ
て
い
る
人
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
。
与
十
は
悠
一
の
マ

レ
l
出
征
よ
り
先
に
笹
山
を
出
た
の
で
悠
一
の
事
故
の
事
は
知
ら
ず
、
帰
還
中
汽

車
の
隣
に
坐
っ
て
い
た
悠
一
の
従
卒
上
田
曹
長
か
ら
話
を
聞
く
。
悠
一
が
大
嫌
い

で
あ
る
と
言
う
上
田
元
曹
長
は
、
悠
一
が
気
が
狂
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
ま
っ
さ
き

に
転
向
す
る
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
る
が
、

そ
れ
を
受
け
て
与
十
は
次
の
よ
う
に

説
明
す
る
。

「
君
に
、
悠
一
ツ
つ
あ
ん
の
う
ち
の
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
門
柱
を
見
せ
て
や

り
た
い
な
。
あ
れ
を
見
な
く
っ
ち
ゃ
あ
、
悠
一
ッ
つ
あ
ん
の
正
体
は
、
掴
め

な
い
。
門
住
の
て
っ
ぺ
ん
に
、
色
硝
子
の
か
け
ら
を
植
ゑ
つ
け
て
ゐ
る
ん
だ
。

尤
も
、
そ
れ
は
悠
一
ツ
つ
あ
ん
の
お
袋
の
考
案
だ
さ
う
だ
。
」

(
2
3
頁
)

与
十
は
上
田
に
門
柱
を
見
な
い
限
り
悠
一
の
正
体
は
分
ら
な
い
と
言
う
。
上
田

が
悠
一
の
狂
信
的
軍
国
主
義
者
と
し
て
の
表
面
だ
け
を
見
て
い
る
の
に
対
し
て
、
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与
十
は
悠
一
が
村
長
や
校
長
、
村
人
、
母
等
が
作
っ
た
村
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
所

産
で
あ
っ
た
こ
と
を
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
面
で
は
、
与
十
は
作
品
の

中
で
唯
一
悠
一
の
出
自
と
育
ち
の
意
味
を
理
解
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
。

与
十
一
行
は
お
詣
り
に
行
っ
て
、
墓
石
を
兵
卒
と
見
倣
し
ベ
ル
ト
で
殴
り
つ
け

て
い
る
悠
一
に
出
会
う
。
与
十
一
行
の
「
式
典
」
が
終
る
頃
、
悠
一
が
近
づ
き
号

令
を
発
す
る
と
、
与
十
た
ち
は
寛
大
に
悠
一
の
号
令
に
従
う
。
橋
本
屋
は
供
え
物

と
し
て
持
っ
て
い
た
鰻
頭
を
悠
一
に
上
げ
る
。
悠
一
は
「
恩
賜
の
お
菓
子
」
で
あ

る
と
感
泣
し
、
四
人
に
東
に
向
け
て
遥
拝
を
さ
せ
て
か
ら
ち
ぎ
っ
た
鰻
頭
を
小
粒

の
団
子
に
ひ
ね
っ
て
皆
の
口
に
入
れ
、
残
っ
た
鰻
頭
は
自
分
が
頬
張
っ
て
食
べ
た
。

四
人
は
館
の
溶
液
で
汚
い
色
の
唾

母
親
に
捉
え
ら
れ
て
悠
一
が
去
っ
て
行
く
と
、

を
吐
き
出
す
。

「
ど
う
も
、
気
し
よ
く
が
悪
い
。
き
た
な
ら
し
い
手
で
、
飽
を
丸
薬
に
ひ
ね

る
も
ん
だ
か
ら
な
あ
。
し
か
し
、
訓
辞
は
う
ま
い
も
ん
ぢ
や
。
ち
ょ
っ
と
、

本
当
に
恩
賜
の
菓
子
を
貰
ふ
と
き
の
や
う
な
気
が
し
た
な
あ
。
声
涙
と
も
に

下
る
と
い
ふ
演
説
ぢ
や
。

l
光
栄
、
こ
れ
に
す
ぎ
た
る
は
無
し
、
か
。
」

「
ば
か
な
、
み
ん
な
、
あ
ん
な
も
の
だ
。
み
ん
な
気
違
ひ
ど
も
の
、
お
芝
居

だ
っ
た
ん
だ
。
長
靴
男
の
、
唱
歌
だ
」
と
、
与
十
が
云
っ
た
。

(
2
8
頁
)

与
十
た
ち
の
墓
参
り
で
大
騒
ぎ
を
起
し
た
悠
一
の
言
動
を
、
橋
本
屋
は
「
う
ま

い
も
ん
ぢ
や
」
と
感
心
し
、

そ
の
演
説
を
褒
め
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
与
十
は
悠
一

に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
先
の
戦
争
一
般
に
対
し
て
批
判
を
し
て
い
る
。
戦
争
を

巻
き
起
こ
し
た
軍
国
主
義
体
制
の
権
力
側
へ
の
怒
り
か
ら
、
戦
争
が
「
長
靴
男
の
、

唱
歌
」
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
村
の
誰
も
指
摘
し
て
い
な
い
。

「お

E
に
摩
擦
せ
ん
や
う
に
し
て
く
れ
。
尤
も
、
わ
し
の
方
は
空
気
だ
か
ら
、

骨
介
手
応
へ
な
い
筈
ゃ
な
あ
。
、
興
奮
し
て
は
、
い
か
ん
。
お
前
、
い
ま
悠
一

ツ
つ
あ
ん
を
見
て
、
興
奮
し
た
ん
や
ら
う
。
」

(
2
8
頁
)

棟
次
郎
は
与
十
の
国
家
に
対
す
る
怒
り
へ
の
理
解
を
拒
否
し
、
与
十
と
悠
一
と

の
関
係
に
お
い
て
、
お
五
に
摩
擦
し
な
い
よ
う
に
と
一
吉
守
つ
。
自
分
は
「
空
気
」
だ

か
ら
何
の
手
応
え
が
な
い
と
い
う
話
は
、
与
十
が
突
っ
込
ん
で
き
て
も
棟
次
郎
は

摩
擦
を
起
さ
な
い
と
い
う
意
味
あ
い
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
諦
念
的
に
見

え
る
生
き
方
で
あ
る
が
、
実
は
こ
れ
が
戦
争
に
対
し
て
何
の
責
任
も
感
じ
な
い
恐

ろ
し
い
鈍
感
さ
の
現
れ
で
も
あ
る
。
棟
次
郎
は
肯
定
的
な
意
味
で
使
っ
た
の
で
あ

ろ
う
が
、
「
空
気
」
は
決
し
て
肯
定
的
と
は
号
守
え
な
い
。

「
あ
の
骸
骨
か
。
あ
れ
よ
り
も
、
さ
っ
き
の
黒
い
唾
の
方
が
、
ま
だ
暗
示
性

に
富
ん
で
ゐ
る
ね
。
」

(
2
8
頁
)

棟
次
郎
が
与
十
を
見
て
興
奮
し
た
で
あ
ろ
う
と
与
十
に
聞
く
が
、
与
十
は
そ
れ

よ
り
も
自
分
た
ち
が
吐
い
た
唾
の
方
が
暗
示
性
に
富
ん
で
い
る
と
答
え
て
い
る
。

そ
の
唾
は
悠
一
が
「
恩
賜
の
お
菓
子
」
で
あ
る
と
し
た
鰻
頭
の
簡
の
せ
い
で
黒
く

組
斗
・

0
0
 

な
っ
て
い
る
。
読
み
よ
う
に
よ
っ
て
は
「
恩
賜
の
お
菓
子
」
に
「
恩
賜
」
と
い
う

天
皇
の
意
味
を
重
く
取
っ
て
、
天
皇
以
下
権
力
側
の
戦
争
責
任
を
暗
示
し
て
い
る

よ
う
に
も
受
け
止
め
ら
れ
る
。
ま
た
は
自
分
た
ち
が
吐
い
た
事
か
ら
、
軍
国
主
義

に
加
担
し
た
自
ら
の
責
任
に
重
き
を
置
い
て
汚
い
と
語
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
橋
本
屋
は
「
と
こ
ろ
で
、
稲
田
村
の
、
大
森
さ
ん
の
分
家
の
娘
さ
ん

は
、
よ
い
娘
ぢ
や
の
う
:
:
:
」
と
、
与
十
の
緑
談
の
と
こ
ろ
に
す
ば
や
く
話
題
を

変
え
る
。
与
十
は
戦
争
の
問
題
を
考
え
て
い
る
が
、
橋
本
屋
に
は
与
十
を
一
刻
も

早
く
村
の
体
制
に
安
住
さ
せ
る
事
が
大
事
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
結
婚

を
種
に
与
十
の
共
同
体
へ
の
同
化
を
強
い
て
い
る
。
会
話
の
食
い
違
い
は
続
い
て
、

与
十
は
自
分
の
考
え
に
浸
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
兄
の
池
の
桶
を
抜
く
当
番

を
代
わ
り
に
し
て
く
れ
と
い
う
要
求
に
は
返
事
せ
ず
、
上
田
曹
長
か
ら
聞
い
た
、



悠
一
が
戦
地
で
但
謡
を
歌
っ
た
と
い
う
事
を
思
い
出
し
、
そ
の
話
を
す
る
。

「
ハ
ッ
タ
ピ
ユ
ラ
池
の
、

H

往
ん
で
や
ろ
往
ん
で
や
ろ
n
と
い
ふ
歌
、
ち
か

ご
ろ
、
割
合
ひ
に
有
名
ら
し
い
ね
。
悠
一
ツ
つ
あ
ん
も
、
南
方
へ
行
く
輸
送

船
の
な
か
で
、

い
つ
も
あ
の
歌
を
う
た
っ
て
を
っ
た
と
い
ふ
こ
と
だ
ね
。
兵

隊
の
素
人
演
芸
大
会
が
あ
る
た
ん
び
、
あ
れ
を
う
た
っ
た
:
:
:
」

(
2
9
頁
)

悠
一
が
墓
で
与
十
た
ち
を
東
方
遥
拝
さ
せ
た
方
角
は
、
偶
然
に
も
ハ
ッ
タ
ビ
ユ

ラ
池
で
あ
っ
た
。

ハ
ッ
タ
ピ
ユ
ラ
池
は
笹
山
部
落
の
背
後
の
山
窪
に
あ
る
池
で
、

子
供
が
池
の
ほ
と
り
で
草
刈
を
し
な
が
ら
歌
っ
た
の
が
「
往
ん
で
や
ろ
」
と
い
う

但
謡
で
あ
っ
た
。
与
十
は
遥
拝
好
き
の
悠
一
が
戦
地
で
郷
土
の
童
話
を
歌
っ
た
と

い
う
事
に
意
味
を
置
い
て
考
え
る
。
悠
一
に
滅
私
奉
公
を
果
た
す
よ
う
に
し
た
の

は
国
家
の
体
制
で
あ
り
、
但
謡
を
歌
う
悠
一
の
魂
は
純
粋
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
与

十
は
思
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
帰
還
者
二
人
の
心
に
は
、
た
や
す
く
方
向
転
換

す
る
現
在
の
村
で
は
な
く
、
純
粋
な
心
で
但
謡
を
歌
っ
て
い
た
幼
年
時
代
の
村
が

憧
れ
と
し
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
い
や
、
も
う
よ
い
わ
与
十
、
樋
は
わ
し
が
抜
く
。
悠
一
ツ
つ
あ
ん
が
、
南

方
で
歌
を
う
た
っ
た
の
が
、
お
前
は
満
州
や
シ
ベ
リ
ヤ
に
ゐ
て
も
わ
か
る
ん

か
。
あ
の
凝
り
か
た
ま
り
の
滅
私
奉
公
が
、
あ
ん
な
子
供
の
歌
を
う
た
っ
た

ら
見
も
の
や
ね
。
(
後
略
ご
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棟
次
郎
は
話
を
反
ら
さ
れ
た
と
心
得
て
、
気
ま
づ
さ
う
に
む
く
れ
て
見
せ

た
。
舎
弟
を
甘
や
か
し
放
題
に
は
出
来
な
い
の
で
、
ち
く
り
と
威
の
あ
る
と

こ
ろ
も
見
せ
た
の
で
あ
る
。
兄
貴
と
し
て
貫
禄
に
も
か
か
は
る
こ
と
だ
ら
う
。

(
2
9
頁
)

兄
棟
次
郎
は
弟
を
子
ど
も
扱
い
で
治
め
よ
う
と
し
、
弟
の
戦
中
戦
後
の
経
験
を

無
視
し
よ
う
と
す
る
。
海
岸
町
の
青
年
か
ら
罵
ら
れ
た
時
に
は
悠
一
を
庇
っ
た
棟

次
郎
で
あ
っ
た
が
、
悠
一
が
戦
場
で
但
謡
を
歌
っ
た
事
を
与
十
か
ら
聞
い
て
も
、

満
州
や
シ
ベ
リ
ア
に
出
征
し
て
い
た
与
十
が
ど
う
や
っ
て
マ
レ

l
に
い
た
悠
一
の

事
が
分
る
の
か
と
、
怪
し
む
だ
け
で
あ
る
。
与
十
に
話
を
反
ら
さ
れ
た
こ
と
へ
の

は
ら
い
せ
か
ら
か
、
「
あ
の
凝
り
か
た
ま
り
の
滅
私
奉
公
が
、
あ
ん
な
子
供
の
歌

を
う
た
っ
た
ら
見
も
の
や
ね
J

と
皮
肉
を
云
う
。
今
の
村
人
に
は
但
謡
は
「
あ

ん
な
子
供
の
歌
」
ぐ
ら
い
に
し
か
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
与
十
が
上
田
か
ら
聞
い

た
事
情
を
、
村
人
に
伝
え
る
場
面
は
な
い
。

村
人
は
故
郷
に
戻
っ
た
与
十
を
ソ
連
の
共
産
主
義
に
影
響
さ
れ
て
帰
っ
た
と
み

て
、
与
十
を
そ
の
ま
ま
で
は
受
け
入
れ
よ
う
と
せ
ず
、
村
の
シ
ス
テ
ム
に
従
う
事

を
強
制
す
る
。
こ
れ
は
与
十
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
自
分
の
存
在
の
否
定
に
繋
が

る
悲
劇
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

作
品
は
与
十
の
帰
還
当
日
で
終
っ
て
い
て
、
与
十
が
笹
山
と
い
う
部
落
に
そ
の

後
も
「
異
人
」
の
姿
で
生
き
て
い
く
の
か
、
村
人
に
な
っ
て
い
く
の
か
は
分
ら
な

い
。
が
、
与
十
と
棟
次
郎
ら
の
噛
み
合
わ
な
い
会
話
を
通
し
て
、
戦
争
責
任
へ
の

p
h
d
 

o
D
 

村
人
の
鈍
感
さ
、
村
の
変
わ
ら
ぬ
因
習
的
な
日
常
が
暴
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
戦

争
を
再
び
起
す
事
に
な
る
か
も
し
れ
ぬ
そ
の
精
神
的
風
土
を
警
告
し
て
い
る
と
も

考
え
ら
れ
る
。

村
人
は
村
長
と
校
長
が
悠
一
を
幼
年
学
校
に
推
薦
す
る
な
ど
、
戦
争
に
協
力
し

た
事
へ
の
責
任
を
問
わ
な
い
。
ま
た
悠
一
の
よ
う
な
人
物
を
育
て
て
き
た
国
家
体

制
へ
の
批
判
も
し
な
い
。
ま
し
て
や
自
分
た
ち
が
戦
時
体
制
へ
加
担
し
た
事
へ
の

責
任
も
感
じ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

「
ま
あ
、
さ
う
云
ふ
な
。
戦
争
中
だ
と
思
っ
た
ら
、
お
互
に
我
慢
で
き
ん
こ

と
も
な
か
ら
う
。
戦
争
中
に
は
、
散
々
に
き
か
さ
れ
た
言
葉
ぢ
や
。
お

E
に、

よ
く
き
か
さ
れ
て
来
た
聞
が
ら
ぢ
ゃ
な
い
か
。
」

(
8
頁
)
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笹
山
に
炭
を
買
出
し
に
来
た
海
岸
町
の
青
年
が
、
悠
一
の
軍
事
用
語
を
使
う
発

作
に
大
変
怒
り
、
そ
れ
を
橋
本
屋
が
戦
中
だ
と
思
っ
た
ら
我
慢
で
き
る
と
説
得
を

す
る
場
面
で
あ
る
。
村
人
は
戦
争
が
台
風
や
地
震
等
の
自
然
災
害
で
あ
っ
た
か
の

よ
う
に
素
通
り
し
よ
う
と
思
い
、
戦
争
に
協
力
し
た
自
分
た
ち
に
責
任
が
あ
る
と

は
思
つ
て
な
い
。

作
品
の
最
後
の
場
面
に
は
、
悠
一
の
母
が
釣
瓶
を
手
繰
り
、
甲
高
く
部
落
中
に

響
き
渡
る
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
悠
一
の
母
は
戦
中
に
は
誇
り
を
も
っ
て
必
要

以
上
に
水
汲
み
を
し
た
の
に
、
戦
後
は
寂
し
く
、
い
や
村
へ
の
恨
み
を
示
そ
う
と

す
る
か
の
よ
う
に
水
を
汲
ん
で
い
る
。
戦
前
釣
瓶
の
音
は
鶴
の
鳴
声
と
さ
れ
た
が
、

戦
後
は
村
人
の
耳
を
突
き
刺
し
、
心
を
突
き
刺
す
音
を
象
徴
し
て
い
る
か
の
よ
う

で
あ
る
。

村
人
の
臆
説
好
き
な
面
や
、
戦
中
、
村
の
鼻
を
高
く
す
る
た
め
に
悠
一
の
将
校

の
地
位
を
用
い
た
こ
と
等
、
こ
ざ
か
し
く
あ
く
ど
い
村
人
の
面
が
語
ら
れ
て
い
る

の
は
単
な
る
人
間
性
へ
の
批
判
以
上
に
、
戦
争
責
任
に
気
付
い
て
い
な
い
村
人
の

姿
を
指
摘
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
井
伏

は
悠
一
と
与
十
を
単
な
る
狂
信
的
軍
国
主
義
者
や
被
洗
脳
者
で
は
な
く
、
村
の
現

実
の
引
き
出
し
役
と
し
て
、
重
き
を
置
い
て
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
村
落
共
同

体
の
閉
鎖
性
に
早
く
か
ら
目
を
着
け
て
い
た
井
伏
は
、
戦
争
の
責
任
所
在
を
は
っ

き
り
さ
せ
な
い
ま
ま
戦
後
を
迎
え
た
村
が
真
の
意
味
で
は
戦
争
を
精
算
し
て
お
ら

ず
、
そ
の
封
建
性
が
戦
争
を
引
き
ず
り
、
再
び
新
た
な
戦
争
を
支
え
る
可
能
性
を

は
ら
ん
で
い
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

敗
戦
直
後
、
戦
争
を
導
い
た
権
力
体
制
へ
の
怒
り
が
、
「
佐
助
」
に
露
骨
に
現

わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
四
年
後
の
「
遥
拝
隊
長
」
で
は
、
戦
争
を
引
き
起
こ

し
た
権
力
体
制
側
へ
の
怒
り
だ
け
で
な
く
、
庶
民
を
一
方
的
な
被
害
者
と
し
て
は

捉
え
ず
、
加
害
者
と
し
て
も
考
え
て
、
複
眼
的
視
点
を
も
っ
て
軍
国
主
義
体
制
と
、

日
本
の
村
落
共
同
体
双
方
へ
の
批
判
に
向
か
っ
て
い
る
。

村
人
た
ち
は
国
家
の
体
制
に
合
わ
せ
素
早
く
表
面
的
に
方
向
転
換
す
る
。
そ
れ

に
よ
り
方
向
転
換
で
き
な
か
っ
た
悠
一
は
、
戦
争
中
に
は
模
範
的
な
学
童
、
将
校

で
あ
っ
た
が
、
戦
後
に
は
狂
人
と
な
る
。

一
方
、
村
の
深
層
に
あ
る
封
建
的
シ
ス
テ
ム
は
依
然
と
し
て
変
わ
ら
な
い
。
戦

争
に
加
担
し
た
こ
と
を
自
覚
せ
ず
、
戦
争
を
自
然
災
害
の
よ
う
に
や
り
過
ご
そ
う

と
す
る
村
人
た
ち
は
、
帰
還
者
与
十
を
「
被
洗
脳
者
」
扱
い
す
る
。
与
十
の
言
動

が
村
の
危
う
い
日
常
を
写
し
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
村
の
精
神
風
土
が
、
再
び

戦
争
を
引
き
う
け
る
温
床
に
も
な
り
か
ね
な
い
こ
と
を
、
井
伏
は
警
戒
し
て
い
る

F
h
u
 

n白

の
で
あ
る
。

作
品
の
冒
頭
に
あ
る
「
こ
う
ち
が
め
げ
る
」
も
っ
と
も
大
き
な
原
因
は
、
悠
一

の
言
動
に
で
は
な
く
、
実
は
当
村
大
字
笹
山
の
村
人
に
あ
る
と
い
う
「
捻
り
」
が

存
在
し
て
い
る
。
「
遥
拝
隊
長
」
は
、
悠
一
を
作
り
出
し
た
村
、
与
十
を
迎
え
る

村
の
姿
を
通
し
て
、
村
人
の
事
象
を
収
拾
し
て
い
く
場
当
た
り
的
な
利
己
主
義
と
、

因
習
的
日
常
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注

(
1
)
東
郷
克
美
「
井
伏
鱒
二
素
描
|
「
山
椴
魚
」
か
ら
「
遥
拝
隊
長
」
へ
|
」
(
昭
和

四
十
一
年
十
一
月
『
日
本
近
代
文
学
』
第
五
集
)
(
日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会

縞
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
井
伏
鱒
二
・
深
沢
七
郎
』
昭
和
五
十
二
年
十
一

月
、
有
精
堂
所
収
)

(
2
)
相
原
和
邦
「
『
遥
拝
隊
長
』
の
構
造
と
位
置
」
(
昭
和
四
十
七
年
九
月
『
近
代
文
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学
試
論
』
第
十
号
)

(
3
)
前
回
貞
昭
二
遥
拝
隊
長
』
の
周
辺
|
戦
時
下
の
井
伏
を
視
座
と
し
て
|
」
(
昭

和
六
十
年
三
月
『
岐
阜
大
学
国
語
国
文
学
』
十
七
号
)

(
4
)
吉
田
永
広
「
『
遥
拝
隊
長
』
」
(
昭
和
六
十
年
四
月
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
)

(
5
)
佐
藤
義
雄
「
屈
託
か
ら
の
反
隆
|
井
伏
鱒
二
の
戦
後
文
学
・
党
え
書
」
(
平
成
四

年
二
月
『
文
芸
研
究
』
六
十
七
号
)

(
6
)
遠
田
勝
「
『
遥
拝
隊
長
』
考
|
井
伏
鱒
二
に
お
け
る
他
者
と
共
同
体
」
(
『
日
本
文

学
に
お
け
る
〈
他
者
〉
』
平
成
六
年
十
一
月
、
新
隠
社
)

(
7
)
河
崎
典
子
「
井
伏
鱒
ニ
『
遥
拝
隊
長
』
論
|
「
言
葉
」
の
戦
争
」
(
平
成
七
年
三

月
『
成
城
国
文
学
』
十
一
号
〉

(
B
)
伴
俊
彦
「
井
伏
さ
ん
か
ら
聞
い
た
こ
と
」
(
『
井
伏
鱒
二
全
集
』
月
報
、
昭
和
四

十
年
、
筑
摩
書
房
)

(
9
)
井
伏
鱒
二
「
遥
拝
隊
長
」
(
昭
和
三
十
七
年
六
月
『
週
刊
読
書
人
』
四
二
九
号
、

『
井
伏
鱒
二
全
集
』
二
十
二
巻
)

(
叩
)
「
は
じ
め
私
た
ち
が
大
阪
の
兵
舎
に
行
っ
た
と
き
、
一
ば
ん
最
初
に
指
揮
官
の
云

っ
た
言
葉
は
か
う
で
あ
る
・

『
患
図
々
々
い
ふ
と
、
ぶ
っ
た
斬
る
ぞ
:
:
:
』
設
も
ま
だ
何
も
云
は
な
い
の
に
、

い
き
な
り
そ
ん
な
言
葉
を
私
た
ち
に
浴
せ
か
け
た
・
み
ん
な
に
興
奮
の
気
配
が

行
き
渡
っ
た
:
:
:
興
奮
の
あ
ま
り
卒
倒
す
る
も
の
が
一
人
あ
っ
た
・
『
斬
る
な

ら
、
斬
れ
・
』
海
音
寺
湖
五
郎
が
さ
う
云
っ
た
・
」
〈
井
伏
鱒
二
「
私
の
万
年
筆
」

(
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
『
文
芸
読
物
』
七
巻
十
一
号
〉
『
井
伏
鱒
二
全
集
』

十
二
巻
)

(
日
)
同
注
3

〈
ロ
)
同
注
2

(
臼
)
白
石
喜
彦
「
庶
民
に
お
け
る
意
識
の
不
変
|
「
遥
拝
隊
長
」
論
」
(
昭
和
五
十
六

年
五
月
『
井
伏
鱒
二
〈
現
代
国
語
研
究
シ
リ
ー
ズ
十
ご
』
向
学
図
書
)

「
す
な
わ
ち
作
者
は
、
わ
が
国
の
庶
民
が
戦
中
戦
後
を
通
じ
て
そ
の
意
織
に
な

ん
ら
の
変
革
を
も
加
え
て
い
な
い
事
実
に
対
し
て
、
ほ
ろ
苦
い
思
い
を
吐
き
出

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

(
M
)
同
注
6

(
日
)
渡
辺
善
雄
「
『
遥
拝
隊
長
』
ノ

l
ト
(
上
・
下
)
」
(
平
成
十
二
年
六
月
・
七
月
『
月

刊
国
語
教
育
』
)

(
凶
)
同
注
2

(
口
)
河
崎
典
子
氏
は
与
十
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
さ
ら
に
、
農
村
共
同
体
の
象
徴
で
も
あ
る
よ
う
な
、
『
ハ
ツ
タ
ビ
ユ
ラ
池
』
・
の

池
干
し
の
『
舗
を
抜
く
当
番
』
を
つ
と
め
よ
う
と
は
し
な
い
・
こ
れ
は
村
落
共

同
体
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
慣
習
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
引
い
て
は
村
へ

の
否
定
へ
と
つ
な
が
る
。
す
る
と
実
は
『
部
落
』
に
と
っ
て
は
、
与
十
こ
そ
が

悠
一
以
上
に
『
異
人
』
た
り
え
る
の
で
あ
る
・
」
(
同
注
7
)

ま
た
村
人
の
知
恵
を
強
調
し
て
い
た
吉
田
永
広
氏
は
、
与
十
に
つ
い
て
「
悠

一
と
は
表
裏
の
関
係
に
あ
り
、
姿
を
変
え
た
遥
拝
隊
長
で
も
あ
る
」
(
同
注
4
)

と
被
洗
脳
者
扱
い
し
て
い
る
・

(
日
)
遠
田
勝
氏
は
村
人
の
人
間
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
(
同
注
6
Y

「
こ
こ
に
あ
る
の
は
『
軍
国
主
義
将
校
』
対
『
反
戦
庶
民
』
と
い
う
、
き
れ
い

な
図
式
で
は
な
く
て
、
『
山
根
魚
』
『
シ
グ
レ
島
叙
景
』
に
始
ま
り
『
漂
民
字
三

郎
』
に
至
る
ま
で
井
伏
が
終
生
、
飽
く
こ
と
な
く
摘
き
続
け
た
悲
喜
劇
的
ヴ
イ

ジ
ョ
ン
l
同
じ
運
命
の
も
と
で
互
い
に
争
い
傷
つ
け
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
小
人

た
ち
と
い
う
構
図
で
は
あ
る
ま
い
か
・
そ
し
て
、
も
し
こ
こ
に
風
刺
が
感
じ
と

れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
性
そ
の
も
の
に
対
す
る
風
刺
な
の
で
あ
る
J

(ω)
悠
一
の
発
作
が
狂
言
で
は
な
く
、
村
で
の
浅
薄
な
方
向
転
換
こ
そ
狂
言
で
あ
り
、

悠
一
は
在
言
廻
し
と
し
て
、
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
な
い
村
人
に
、
国
家
の
権
力

側
へ
加
担
し
た
責
任
を
想
起
さ
せ
て
い
る
引
き
出
し
役
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
・

こ
れ
は
佐
藤
岡
男
氏
の
言
わ
れ
る
狂
言
廻
し
の
「
私
」
の
系
鰭
の
一
つ
と
吾
一
一
同
一
っ

て
良
い
・
引
き
出
し
役
が
井
伏
の
作
品
で
見
ら
れ
る
の
は
、
一
人
称
小
説
だ
け

で
は
な
く
て
、
こ
う
い
っ
た
三
人
称
小
説
に
お
い
て
も
あ
る
。
「
ナ
レ
ー
タ
ー
狂

言
廻
し
」
に
つ
い
て
佐
藤
嗣
男
氏
が
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
・
(
『
井
伏
鱒
二

l
山
根
魚
と
蛙
の
世
界
l
』
〈
平
成
六
年
三
月
、
武
蔵
野
書
房
〉
)

「
井
伏
は
、
朽
助
が
心
を
許
す
〈
私
〉
を
ナ
レ
ー
タ
ー
と
し
て
設
定
す
る
と

同
時
に
引
き
出
し
役
と
し
て
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
ー
い
や
、
井
伏
は
言
っ
て

い
る
、
「
『
私
』
が
出
て
き
て
も
、
私
小
説
じ
ゃ
な
い
や
ね
。
『
私
』
は
狂
言
廻
し

な
ん
だ
し
」
(
伴
俊
彦
「
井
伏
さ
ん
か
ら
開
い
た
こ
と
」
そ
の
て
筑
摩
書
房
版

『
井
伏
鱒
二
全
集
』
第
三
巻
月
報
3
、
一
九
六
七
・
凶
)
と
。
狂
言
担
し
、

l

岩
波
書
庖
刊
の
『
広
辞
苑
』
(
第
三
版
、
一
九
八
三
)
を
ひ
い
て
見
る
と
、
「
歌

舞
伎
狂
昔
日
で
、
主
人
公
で
は
な
い
が
そ
の
狂
言
の
進
行
に
重
要
な
役
割
を
つ
と

円

ioD
 



井伏鱒二「遥拝隊長」論

め
る
役
柄
」
と
あ
る
・
井
伏
作
品
に
お
け
る
「
私
」
は
主
人
公
で
も
な
け
れ
ば
、

ま
し
て
作
者
そ
の
人
で
も
な
い
。
作
品
の
進
行
に
重
要
な
役
割
を
つ
と
め
る
役

柄
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
・
(
中
略
)
そ
れ
は
ま
さ
に
、
単
な
る
引
き
出
し
役

に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
つ
け
加
え
れ
ば
、
単
な
る
ナ
レ
ー
タ
ー
(
語

り
手
)
に
と
ど
ま
る
の
で
も
な
く
、
《
ナ
レ
ー
タ
ー
兼
狂
言
廻
し
》
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
、
井
伏
文
学
特
有
の
登
場
人
物
の
出
現
で
あ
っ
た
J

(
初
)
「
佑
助
」
の
所
収
は
、
昭
和
二
十
一
年
十
二
月
鎌
倉
文
庫
『
佐
助
』
で
、
以
後
『
定

本
佐
助
』
が
昭
和
四
十
五
年
二
月
育
蛾
書
房
か
ら
出
て
い
る
・
東
郷
克
美
氏
は

敗
戦
直
後
の
作
品
昭
和
二
十
一
年
の
「
佐
助
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て

い
る
(
同
注
4
Y

「
『
伶
助
』
は
『
生
類
憐
み
の
命
』
の
犠
牲
者
か
ら
み
た
権
力
組
織
の
中
に
生
き

る
役
人
の
愚
劣
を
摘
い
て
(
中
路
)
私
に
は
戦
争
と
軍
人
の
愚
劣
さ
に
対
す
る

憤
り
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
・
(
中
略
)
そ
し
て
犠
牲
者
で

あ
る
罪
の
な
い
庶
民
・
」

〔
付
記
〕
本
文
の
引
用
は
『
井
伏
鱒
二
全
集
』
十
四
巻
(
平
成
十
年
六
月
、
筑
摩
書
房
)

に
よ
り
、
傍
線
、
傍
点
は
私
に
付
し
た
・

(
ち
ょ
ん
ぽ
ひ
ょ
ん
、
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
〉

-88-




